
「
聖
家
族
」
（
「
改
造
」

昭
5
．
且
）

の
作
中
人

物
た
ち、

特
に
九
鬼
に
つ
い

て
考
察
し
て
み
た
い
。

こ
の
作
品
の
巾
で
九
鬼
が
ど
の
よ
う
に
描
か
れ
て
い
る

か
を
分
析
し、

そ
こ
か
ら
さ
ら
に
、

堀
辰
雄
と
芥
川
龍
之
介
と
の
関
係
に
つ
い

て
も
触
れ
て
み
た
い
と
思
う
。

九
鬼
に
つ
い
て
は
、

す
で
に
多
く
の
硝
究
者
に
よ
っ
て
論
及
さ
れ
て
き
て
い

る
の
で
、

こ
こ
で
は
特
に
「
聖
家
族
」

の
最
後
の
場
面
の
分
析
を
通
し
て
、

九

鬼
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
と
息
う
。

こ
の
最
後
の
場
面
は
、

意
外
に
従
来
あ

ま
り
問
題
に
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
よ
う
に
息
う
。

二
三
の

論
及
は
あ
る

も
の

の
、

こ
れ
を
正
面
か
ら
取
り
上
げ
た
の

は
、

池
内
輝
雄
氏
の
「
聖
家
族
」

論

（
「
国
文
学
」

昭
52
.

7
)

の
み
で
は
な
い
か
と
思
う
。
「
私
は
こ
こ
を、

九
鬼

の
死
を
一

種
の
形
而
上
的
定
点
と
し、

そ
こ
に
生
者
で
あ
る
が
故
に
変
化
し
や

す
い
心
を
持
っ
た
三
人
が
向
う
こ

と
に
よ
っ
て
、
（
中
略）

弥
い
人
間
連
帯
が

渡
得
さ
れ
て
ゆ
く、

と
と
ら
え
た
い
」

と
池
内
氏
は
、

最
後
の
場
面
の
持
つ
意

味
に
つ
い
て
述
べ
て
い
る
。

．

絹
子
は
さ
う
答
へ
な
が
ら、

始
め
は
ま
だ
何
処
か
し
ら
苦
痛
を
お
び
た
表

「
聖

家

族」

試

解

情
で
、

彼
女
の
母
の
顕
を
見
あ
げ
て
ゐ
た
け
れ
ど
も、

そ
の
う
ち
に
ぢ
つ
と

そ
の
母
の
古
び
た
神
々
し
い
幼
に
見
入
り
出
し
た
そ
の
少
女
の
眼
ざ
し
は、

だ
ん
だ
ん
と
古
画
の
な
か
で
咆
母
を
見
あ
げ
て
ゐ
る
幼
児
の
そ
れ
に
似
て
ゆ

く
や
う
に
息
は
れ
た
。

こ
の
一

見、

肘
突
に
も
息
え
る
変
貌
が
ど
う
し
て
最
後
に
至
っ
て
行
な
わ
れ

る
の
か
。

こ
の
「
聖
母
」

と
「
幼
児
」

と
は
一

体
ど
ん
な
意
味
を
持
っ
て
い
る

の
か
。

こ
こ
で
は
ま
ず、

こ
の
場
面
が
作
品
の
中
で
ど
う
い
う
意
味
を
持
つ
の

か
明
ら
か
に
し
た
い
。

特
に
、

こ
の
場
面
に
類
似
す
る
場
面
が
他
に
二
箇
所
程

あ
る
の
で
、

そ
の
部
分
と
の
関
係
守、

そ
れ
を
含
め
て
分
析
し
て
み
た
い
。

そ

の
分
析
を
通
し
て
、

九
鬼
に
つ
い
て
の
考
察
を
進
め
て
行
き
た
い
。

ま
た
、

前

も
っ
て
述
べ
て
置
く
と、

こ
の
最
後
の
場
面
は
、

恋
愛
と
も
関
係
し
て
い
る
の

で
、

そ
の
点
に
つ
い
て
も
合
せ
て
考
え
て
行
く
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う。

最
初
に
こ
の
ラ
ス
ト
シ
ー
ン
の
「
咽
母
」

や
「
幼
児
」

が
、

作
品
に
現
わ
れ

た
の
は
扁
理
の
歩
の
中
で
あ
っ
た
。

そ
こ
で
彼
は
も
う
一
ぺ
ん
そ
の
圃
を
見
直
し
た
。

す
る
と、

ど
う
も
ラ
フ

西

原

千

博
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ア
エ
ロ
の
筆
に
似
て
は
ゐ
る
が、
そ
の
面
の
な
か
の
聖
母
の
頑
は
細
木
夫
人

の
や
う
て
も
あ
る
し、

幼
児
の
そ
訊
は
絹
子
の
や
う
て
も
あ
る
の
て、
へ
ん

な
気
か
し
な
が
ら、

な
ほ
よ
く
他
の
天
吏
た
ち
を
見
よ
う
と
し
て
ゐ
る
と．

「
わ
か
ら
な
い
の
か
い
？」

と
九
鬼
は
皮
肉
な
笑
ひ
方
そ
し
た
：·
：·

こ
の
夢
の
中
で、

九
鬼
は
何
を
言
い
た
か
っ
た
の
だ
ろ
う
か。

細
木
母
娘
の

中
に、
「
聖
母」
や
「
幼
児」
に
な
り
得
る
可
能
性
が
潜
ん
で
い
る
こ
と
を
示

し、

扁
理
を
し
て、

二
人
を
そ
う
い
う
存
在
と
し
て
と
ら
え
る
よ
う
に
促
そ
う

と
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
か。
そ
し
て、

そ
れ
が
扁
理
に
と
っ
て
重
要
で
あ
る
こ

と、

あ
え
て
言
え
ば、

幸
福
に
繋
が
る
こ
と
を
も
示
そ
う
と
し
て
い
る
の
で
は

な
い
だ
ろ
う
か。

ま
た、
こ
の
夢
は
扁
理
の
夢
で
あ
っ
て
も、

単
に
扁
理
に
の
み
か
か
わ
る
も

の
で
は
な
く、

他
の
作
中
人
物
た
ち
ゃ、

作
品
全
体
の
方
向
す
ら
を
も
暗
示
し

て
い
る
。

実
際
に、

最
後
の
場
面
に
至
っ
て、

細
木
夫
人
も
絹
子
も
こ
こ
で
九

鬼
が
示
し
た
と
お
り
に
変
貌
し
て
行
く
の
で
あ
る
。
つ
ま
り、
「
聖
家
族」
は、

一

面
こ
の
九
鬼
に
よ
っ
て
作
品
に
も
た
ら
さ
れ
た
暗
示
・
イ
メ
ー
ジ
を、

完
成

し
て
行
く
過
程
と
し
て
み
る
こ
と
も
可
能
な
の
で
は
な
い
か
と
思
う。

換
言
す

れ
ば、

九
鬼
の
暗
示
を
他
の
作
中
人
物
た
ち
が
実
現
し
て
行
く
過
程
と
も
言
え

る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か。

し
か
し
な
が
ら、
こ
の
両笈
そ
の
も
の
は、

作
品
の
表
面
か
ら
消
え
て
し
ま

う。

作
中
人
物
た
ち
は、
こ
の
賠
示
の
意
味
に
気
づ
か
な
い
ま
ま
導
か
れ
て
行

く
の
で
あ
る
。

謂
ば、

底
流
と
し
て
作
品
を
支
え
て
い
る
の
で
あ
る
。

た
だ、

も
う
一

度、

扁
理
の
旅
の
冒
頭
で
表
面
に
現
わ
れ
て
く
る
。

―
つ
の
少
女
の
頻。

ラ
フ
ァ
ェ
ロ
の
揺
い
た
天
使
の
や
う
な
聖
ら
か
な

顔。

実
物
よ
り
も
十
倍
位
の
大
き
さ
の
―
つ
の
神
秘
的
な
顔。
そ
し
て
い
ま

そ
れ
だ
け
が
あ
ら
ゆ
る
も
の
か
ら
孤
立
し、

膨
大
し、

そ
し
て
そ
の
他
す
べ

て
の
も
の
を
彼
の
目
の
前
か
ら
覆
ひ
隠
さ
う
と
し
て
ゐ
る
：＇·
：

「
お
れ
の
ほ
ん
と
う
に
愛
し
て
ゐ
る
の
は、
こ
の
人
か
し
ら
？」

扁
理
は
目
を
つ
ぷ
っ
た
。

扁
理
の、
こ
の
絹
子
に
対
す
る
イ
メ
ー
ジ
は、

言
う
ま
で
も
な
く、

九
鬼
の

夢
に
現
わ
れ
た
と
お
り
の
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
時、

扁
理
は
「
ほ
ん
と

う
に
愛
し
て
ゐ
る
」

も
の
に
気
づ
き
か
け
る
。
こ
の
「
天
使
の
や
う
な
聖
ら
か

な
顔」

は、

彼
の
恋
愛
の
象
徴
と
し
て
と
ら
え
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い

だ
ろ
う
か。

彼
に
と
っ
て
恋
愛
は、
「
ダ
イ
ア
モ
ン
ド
は
硝
子
を
傷
つ
け
る
」

た
め
に、

傷
つ
け
ら
れ
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
し
か
し、
こ
の
「
聖
ら
か
な
頗」

と
い
う
イ
メ
ー
ジ
に
は、

そ
の
よ
う
な
苦
痛
の
反
映
は
感
じ
ら
れ
な
い
。
む
し

ろ、

そ
れ
は
「
そ
の
他
す
べ
て
の
も
の
」

か
ら
扁
理
を
解
放
し
て
く
れ
る
か
の

よ
う
で
あ
る
。

恋
愛
は、

扁
理
を
「
乱
雑」

か
ら
解
放
し
て
く
れ
る
可
能
性
を

も
含
ん
だ
筈
の
も
の
で
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。

こ
の
扁
理
と
絹
子
と
の
恋
愛
を
妨
げ
て
い
た
原
因
は、

前
述
の
よ
う
に
「
硝

子」

と
「
ダ
イ
ア
モ
ン
ド
」

と
い
う
性
置
の
違
い
（
そ
れ
は
越
え
ら
れ
な
い
垣

根
・
境
界
線
の
如
く
に
あ
る
。
む
し
ろ
「
硝
子」

と
「
ダ
イ
ア
モ
ン
ド
」
に
分

け
る
の
は、

そ
こ
に
あ
る
垣
根
を
こ
そ
示
し
た
た
い
た
め
か）

に
あ
る
。

し
か

し、

実
際
に
於
て、

よ
り
具
体
的
に
は、

お
互
い
が
自
分
の
愛
情
に
気
づ
か
な

い
こ
と、

自
白
し
よ
う
と
し
な
い
こ
と
に
あ
る
と
思
う。
一
扁
理
は、
「
傷
つ
け

ら
れ
な
い
」

よ
う
に、

或
は「
乱
雑」
の
た
め
に、

絹
子
は、

少
女
の
「
硬
い
心」

の
た
め
に、

そ
れ
ぞ
れ
ほ
ん
と
う
の
愛
に
気
が
つ
か
な
い
。

と
こ
ろ
が、
こ
こ

に
至
っ
て、

扁
理
は
や
っ
と
自
分
の
愛
愴
を
自
白
し
か
か
る
の
で
あ
る。
「
聖

ら
か
な
顔」
が、

そ
れ
を
彼
に
さ
せ
た
の
で
あ
る
。

し
か
も、

ま
さ
に
そ
の

時、

絹
子
も
ま
た、
「
始
め
て
扁
理
へ
の
愛
を
自
白」

す
る
の
で
あ
る
。

彼
等

の
恋
愛
は、
一
っ
の
障
害
を
越
え
た
と
言
え
よ
う。
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ラ
ス

ト
・

ジ

ー
ン

さ
ら
に、
こ
の
旅
の
冒
頭
の
場
面
と、

最
後
の
場
面
と
の
一
致
こ
そ
が、
こ

の
二
人
の
恋
愛
の
行
方、

成
就
を
示
す
何
よ
り
の
証
拠
で
は
な
い
だ
ろ
う
か。

証
理
に
と
っ
て、

絹
子
が、

「
聖
ら
か
な
頻」
に
な
る
こ
と、

そ
れ
が
恋
愛
を

成
就
さ
せ
る
こ
と
の
条
件
で
あ
り、

最
後
で、

絹
子
が
「
幼
児」
に
変
貌
す
る

こ
と
に
よ
っ
て、

そ
の
条
件
は
実
現
す
る
。

た
だ
し、
こ
の
旅
の
冒
顕
で
は、

扁
理
は
ま
だ
そ
の
本
当
の
心
に
十
分
気
づ

い
て
い
る
と
は
言
え
な
い
。

彼
は
自
ら
の
「
乱
雑
さ」
の
た
め
に、

そ
の
こ
と

に
気
づ
き
な
が
ら
も
目
を
つ
ぶ
っ
て
し
ま
う。

最
後
の
幸
福
な
一
致
を
も
た
ら

す
た
め
に
は、

扁
理
が
そ
の
「
乱
雑
さ
」
を
乗
り
越
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ

た
の
で
あ
り、

実
際
に、

扁
理
は
こ
れ
か
ら
そ
れ
を
行
っ
て
ゆ
く
の
で
あ
る
。

こ
の
こ
と
は、

扁
理
の
恋
愛
と、

彼
の
「
乱
雑
さ
」

及
び、

そ
の
「
乱
雑
さ
」

の
原
因
た
る
「
九
鬼
の
死」
と
は、

そ
れ
ぞ
れ
単
独
の
モ
チ
ー
フ
と
し
て
在
る

の
で
は
な
く、

相
互
に
結
び
付
き
合
っ
て
い
る
こ
と
を
示
し
て
い
る。

こ
の
恋
愛
の
行
方
を
考
え
る
う
え
て、
「
ル
ウ
ベ
ン
ス
の
偽
画」
と
の
比
較

を
付
け
加
え
て
お
き
た
い
。

池
内
輝
雄
氏
は、
「
ル
ウ
ベ
ン
ス
の
偽
画」
の
モ

チ
ー
フ
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る。

そ
し
て
「
彼」
の
中
に
は
ル
ウ
ベ
ン
ス
撒
く
と
こ
ろ
の
美
し
い
女
性
像
が

ほ
と
ん
ど
理
想
の
極
北
と
し
て
存
在
し、

現
実
の
「
彼
女」
を
し
て
そ
の
心

中
の
迎
想
像
に
近
づ
け
よ
う
と
す
る
こ
と
が、

と
く
に
後
半
部
に
お
け
る

「
彼」
の
も
く
ろ
み
で
あ
っ
た
こ
と
が
理
解
さ
れ
る
。
（「
堀
辰
雄
『
ル
ウ
ベ

ン
ス
の
偽
圃』

と
『
聖
家
族』
ー
東
教
大
文
学
部
紀
要
「
国
文
学
漠
文
学
論

叢」
第
16
輯）

言
う
ま
で
も
な
く、
こ
の
「
も
く
ろ
み」
は
成
功
し
な
か
っ
た
。
「
彼」
は

イ
マ

ア

ジ
ュ

「
彼
女」
に
対
し
て、
「
自
分
の
前
に
ゐ
る
少
女
と
そ
の
心
像
の
少
女
と
は
全
く

別
な
二
個
の
存
在
で
あ
る
や
う
な
気
も
し
な
い
で
は
な
か
っ
た。」
と、

心
像

と
現
実
は
分
裂
し、

最
後
に
至
っ
て
も
一
致
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
「
心
像

の
少
女」
の
方
が、

現
実
の
少
女
以
上
の
存
在
と
な
っ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。

無
論、

恋
愛
は
成
立
し
な
い
だ
ろ
う。
「
ル
ウ
ベ
ン
ス
の
偽
画」
と
「
聖
家
族」

を、

極
く
単
純
に
比
較
す
る
と、

そ
の
「
も
く
ろ
み」
は、
「
聖
家
族」

に
於

て
は
成
功
し
て
い
る
の
で
あ
る。
そ
こ
か
ら
恋
愛
の
成
就
を
想
定
す
る
こ
と
も

可
能
で
あ
る
と
思
う。

池
内
氏
は、
こ
の
「
ル
ウ
ベ
ン
ス
の
偽
画」
に
お
け
る
心
像
と
現
実
と
の
分

裂
に
対
し
て、
「
そ
の
ま
ま
作
者
堀
辰
雄
が
実
人
生
の
上
で
得
た
も
の
」
（
前
出

論
文）

と
し
て
い
る
が、
こ
の
「
聖
家
族」
の
場
合
も
同
様
に、
こ
こ
に
堀
の

実
人
生
で
の
恋
愛
の
成
功
の
可
能
性
を
読
み
取
る
こ
と
も
で
き
る
か
も
し
れ
な

い
。

例
え
ば、

大
森
郁
之
介
氏
（『
論
考
掘
辰
雄』）

を
は
じ
め、

従
来
か
ら
指

摘
さ
れ
て
き
た
宗
瑛
と
の
こ
と
も
考
え
ら
れ
る
だ
ろ
う。

し
か
し
な
が
ら、
そ
の
幸
福
な
一
致
が
心
像
の
側
に
於
て
行
わ
れ
た
と
こ
ろ

に
問
題
が
残
る
。
心
像
は
あ
く
ま
で
心
像
で
あ
っ
て
現
実
で
は
な
い
。
現
実
の

少
女
を
見
な
い
篇
迎
に、

現
実
の
恋
愛
が
可
能
な
の
か、

と
い
う
疑
問
も
あ
る

だ
ろ
う。
当
然、

作
者
に
対
し
て
も
同
様
の
疑
問
を
猿
じ
得
な
い
。

或
は、

逆

に、

そ
の
恋
愛
の
象
徴
が
聖
な
る
も
の
で
あ
る
こ
と
は、

作
者
が
現
実
で
の
恋

愛
の
不
可
能
性
を
意
識
し
て
の
こ
と
て
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。
こ
の
問
題
に

つ
い
て
は
後
で
ま
た
触
れ
る
こ
と
に
し
よ
う。

最
後
に
も
う
一
度、
こ
の
「
聖
ら
か
な
顔」
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
が、

九
鬼
が

夢
の
中
で
示
し
た
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
を
確
認
し
て
置
こ
う。
こ
れ
は、

あ
の

夢
の
中
に、

す
で
に
こ
の
よ
う
な
恋
愛
の
暗
示
が
含
ま
れ
て
い
た
と
考
え
る
こ

と
も
で
き
る
し、

ま
た
別
の
見
方
を
す
れ
ば、

扁
理
が
「
死
ん
だ
九
鬼」
に
支

配
さ
れ
て
い
る
こ
と
の
例
と
し
て
も
見
る
こ
と
が
で
き
る。
さ
ら
に、

最
後
で

幸
福
な
一
致
が
も
た
ら
さ
れ
る
の
は、

す
べ
て
九
鬼
に
禅
か
れ
て
い
た
た
め
と
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見
る
こ
と
さ
え
で
き
る
だ
ろ
う
。

こ
れ
ま
で
考
察
し
て
き
た
よ
う
に
、

最
後
の
場
面
は、
一

面
で
九
鬼
の
夢
で

の
暗
示
の
実
現
と
し
て
と
ら
え
ら
れ
る
と
共
に
、

恋
愛
の
成
就
の
暗
示
と
も
と

る
こ
と
が
で
き
る
と
思
う
。

こ
の
こ
と
か
ら、

さ
ら
に
恋
愛
と
九
鬼
と
の
関
係

を
明
ら
か
に
し
て
行
き
な
が
ら、

九
鬼
及
び
、

最
後
の
場
面
の
分
析
を
進
め
て

行
く
こ
と
に
し
よ
う
。

扁
理
と
絹
子
と
の
「
愛
の
最
初
の
徴
候
」

が
現
わ
れ
始
め
た
時、

九
鬼
は
強

＜
扁
理
に
影
密
し
て
い
た
。

よ
り
正
確
に
は
「
九
鬼
の
死
」

と
言
っ
た
方
が
良

い
だ
ろ
う
。

自
分
も
ま
た
九
鬼
の
や
う
に
傷
つ
け
ら
れ
な
い
う
ち
に
、

彼
女
た
ち
か
ら

早
く
遠
ざ
か
つ
て
し
ま
っ
た
方
が
い
い
と
考
へ

た
。
（
中
略）

自
分
を
彼
女

た
ち
に
近
づ
け
さ
せ
た
と
こ
ろ
の
九
鬼
の
死
そ
の
も
の
が
、

今
度
は
逆
に
自

分
を
彼
女
た
ち
か
ら
遠
ざ
け
さ
せ
る
の
だ
と
。

扁
理
は、
「
ダ
イ
ア
モ
ン
ド
は
硝
子
を
傷
つ
け
る
。
」

と
い
う
原
理
か
ら、

九

鬼
の
如
く
傷
つ
け
ら
れ
な
い
よ
う
に
、

細
木
家
か
ら
遠
ざ
か
ろ
う
と
す
る
。

そ

れ
は、
「
九
鬼
の
死
そ
の
も
の
が
、

遠
ざ
け
さ
せ
る
の
だ
」

と
い

う
。

何
故、

「
九
鬼
の
死
そ
の
も
の
」

と
言
う
の
だ
ろ
う
か
。

そ
れ
は、

九
鬼
が
夫
人
と
の

恋
愛
に
於
て
、

夫
人
に
傷
つ
け
ら
れ
た
た
め
に
、

死
に
至
っ
た
か
ら
で
は
な
い

だ
ろ
う
か
。

九
鬼
は
何
故
死
ん
だ
の
か
。

彼
の
死
は、
「
突
然
の
死
」
「
不
自
然
な
死
」

と

害
か
れ
て
い
る
。

ど
う
も
普
通
の
死
で
は
な
く、

自
殺
で
あ
る
ら
し
い
こ
と
が

想
像
さ
れ
る
。
（
堀
は
意
識
的
に
自
殺
と
い
う
言
葉
を
避
け
た
か
も
し
れ
な
い
。

芥
川
の
自
殺
が
念
頭
に
あ
れ
ば
あ
る
ほ
ど
、

堀
は
自
殺
と
い
う
言
葉
を
使
え
な

か
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
）

し
か
も
「
九
鬼
の
死
」

は、一
扁
理
に
は
「
極

め
て
自
然
に
」

思
え
た
の
だ
か
ら、

彼
に
は
そ
の
原
因
が
理
解
さ
れ
て
い
た
こ

と
に
な
る
。

彼
自
身
の
心
の
中
に
隠
す
こ
と
が
出
来
れ
ば
出
来
る
ほ
ど
、

そ
の
気
弱
さ

は
彼
に
は
ま
す
ま
す
堪
へ

難
い
も
の
に
な
つ
て
行
っ
た
。
一
扁
理
は
さ
う
い
ふ

不
幸
を
目
の
前
に
見
て
ゐ
た
。

そ
し
て
九
鬼
と
同
じ
ゃ
う
な
気
弱
さ
を
持
つ

て
ゐ
た
扁
理
は、

そ
こ
で
彼
と
は
反
対
に
、

さ
う
い
ふ
気
弱
さ
を
出
来
る
だ

け
自
分
の
表
面
に
持
ち
出
さ
う
と
し
て
ゐ
た
。

「
九
鬼
の
死
」

の
直
接
の
原
因
は
知
る
由
も
な
い

が、

そ
こ
に
彼
の
「
気
弱

さ
」

と、

そ
の
「
気
弱
さ
」

の
た
め
に
傷
つ
い
て
い
た
こ
と
が
、

関
係
し
て
い

た
と
は
考
え
ら
れ
る
と
思
う
。

そ
し
て
、

扁
理
は
そ
の
「
気
弱
さ
」

を
表
面
に

出
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
「
気
弱
さ
」

自
体
の
変
革
を
し
よ
う
と
す
る
の
で
は
な

い
か
。

例
え
ば
、

細
木
家
で
見
せ
る
「
索
直
さ
」

の
よ
う
に
。

従
来
か
ら、

こ
こ
に
堀
と
芥
川
の
生
き
方
の
違
い
を
見
よ
う
と
し
て
来
た
。

例
え
ば
、

石
井
雄
二
氏
も
こ
こ
に
注
目
し
て
い
る
。

扁
理
の
目
に
映
っ
た
九
鬼
の
〈
不
幸〉

は、

九
鬼
が
み
ず
か
ら
の
自
然
な

性
情
に
逆
ら
っ
て
い
る
こ
と
に
起
因
し
て
い
る
わ
け
だ
が
、

堀
が
芥
川
の
生

涯
に
悲
劇
を
見
る
の
も
ま
ず
こ
の
よ
う
な
点
で
あ
る
。

（
中
略）

扁
理
は
自
分
の
気
弱
さ
を
世
間
に
見
せ
ま
い
と
す
る
九
鬼
の
生
き
方
を
一

八
0
度
転
換
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

ち
ょ
う
ど
背
中
合
せ
の
場
所
に
身
を
置

こ
う
と
す
る
。
（
「
堀
辰
雄
に
お
け
る
芥
川
の
影
響
」
ー
「
言
語
と
文
芸
」

昭

45
.
1
)
 

確
か
に
こ
こ
に
、
「
芥
川
の
悲
劇
を
繰
り
返
さ
な
い
。
」
（
中
村
真
一

郎
ー
『
近

代
文
学
鑑
償
講
座
』

第
14
巻
「
堀
辰
雄」）

と
い

う、
堀
の
生
き
方
の
―

つ
の
方

- 13 -



向
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
と
思
う。

し
か
し、
こ
の
「
気
弱
さ
」
と
い
う
の
は、
「
聖
家
族
」

の
モ
チ
ー
フ
の
一

部
で
し
か
な
く、

堀
の
芥
川
に
対
す
る
見
方
の
一
部
で
し
か
な
い
と
思
う。

何

故
な
ら
ば、
「
気
弱
さ
を
表
面
に
持
ち
出
す
」

と
い
う
こ
と
が、
「
気
弱
さ
」
を

自
党
し、

傷
つ
け
ら
れ
な
い
よ
う
に、

細
木
家
か
ら
遠
ざ
か
ろ
う
と
す
る
こ
と

を
意
味
す
る
と
す
る
と、

当
然、
そ
こ
に
は
恋
愛
の
生
ま
れ
る
余
地
は
な
く
な

っ
て
し
ま
う
の
で
あ
る。

或
は、
そ
れ
は
こ
う
い
う
扁
迎
の
試
み
の
失
敗
を
意

味
す
る
の
だ
ろ
う
か。

篇
理
は、

細
木
家
か
ら
遠
ざ
か
り、

謂
ば
同
じ「
硝
子
」

に
属
す
る
「
踊
り
子」
（
彼
女
の
臆
病
さ
を
見
よ）

と
付
き
合
い
始
め
る。
そ

こ
に
は、

弱
い
者
同
志
の
た
め
に
（
同
瞑
の
た
め）、

絹
子
と
の
よ
う
に
傷
つ

け
合
っ
こ
と
は
な
い
か
も
し
れ
な
い
が、

（
絹
子
の
場
合
と
迩
い、
二
人
は
か

な
り
ス
ム
ー
ズ
に
親
し
く
な
っ
て
行
く
よ
う
だ）、

同
時
に、
そ
こ
に
は
真
の

恋
愛
も
生
ま
れ
は
し
な
い
の
で
あ
る。

恋
愛
と
は、
「
硝
子」

と
「
ダ
イ
ア
モ

ン
ド
」
と
い
う
境
界
を
越
え
る
と
こ
ろ
に
こ
そ
生
じ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う

か。

傷
つ
く
こ
と
を
越
え
て
こ
そ、

真
の
恋
愛
が
成
り
立
つ
の
だ
と
思
う。
つ

ま
り、
「
気
弱
さ
」
そ
の
も
の
の
変
革
が
必
要
な
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か。

作
品
に
於
て
は、
こ
の
「
気
的
さ
」
に
か
わ
る
も
の
と
し
て、
「
乱
雑」
と

い
う
言
葉
が
中
心
に
な
っ
て
ゆ
く
の
で
あ
る。

あ
え
て
言
え
ば、
「
気
弱
さ
」

と
い
う
言
葉
は、

九
鬼
の
生
き
方
に
対
す
る
扁
理
の
生
き
方
を
示
し
た
言
葉
で

あ
り、
「
乱
雑」
と
い
う
言
葉
は、
「
九
鬼
の
死」
に
対
す
る
扁
理
の
生
き
方
を

示
し
た
言
葉
で
は
な
い
か
と
思
う。

と
こ
ろ
が、

作
品
に
於
て、

あ
ま
り
問
題
に
さ
れ
て
い
な
い
こ
の
九
鬼
の
生

き
方、

死
に
至
る
生
き
方
が、

実
は、

篇
理
の
行
動
に
検
く
影
薯
し
て
い
た
の

て
は
な
い
だ
ろ
う
か。

細
木
夫
人
と
の
恋
愛、
「
気
弱
さ
」
等
の
九
鬼
の
生
き

方
が、

扁
理
の
行
動
・
恋
愛
を
規
制
し
て
い
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か。
あ
ま

り
に、
「
死」
の
方
ば
か
り
強
調
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
思
う。

石
井
氏
は、
こ
の

作
品
の
中
に
「〈
理
想〉
と
し
て
の
芥
川
の
道
を
進
も
う
と
す
れ
ば、
そ
こ
に

待
ち
受
け
て
い
る
の
は〈
死〉
で
あ
る。
し
か
し、
こ
の
〈
死〉
を
避
け
よ
う
と
す

れ
ば
己
れ
の
〈
理
想〉

と
す
る
も
の
か
ら
後
退
せ
ざ
る
を
得
な
い
」
と
い
う
二

律
背
反
を
見
い
出
す
が、
「
芥
川
の
道」
と
は
即
ち、

九
鬼
の
生
き
方
を
指
す

の
で
あ
る。

或
は、
「
裏
が
へ
し
」
と
い
う、

九
鬼
と
扁
迎
の
関
係
を
示
す
言

葉
に
し
て
も、

単
に、

扁
迎
の
裏
側
に
九
鬼
〈「
九
鬼
の
死」）

が
在
る
と
い
う

静
態
と
し
て
と
ら
え
る
べ
き
で
は
な
く、

そ
の
二
人
の
生
き
方
の
相
途
と
し

て、

動
態
と
し
て
理
解
す
べ
き
言
葉
で
あ
ろ
う。
つ
ま
り、
こ
の
作
品
で、

重

要
な
役
割
を
呆
し
て
い
る
九
鬼
の
生
き
方、

生
き
て
い
る
時
の
九
鬼
（
九
鬼
と

い
う
言
葉
は
本
来
こ
の
意
味
に
の
み
使
う
べ
き
言
葉
で
あ
る）
が
十
分
に
描
か

れ
て
い
る
と
は
思
え
な
い
の
で
あ
る。

村
松
剛
氏
が
「
九
鬼
の
イ
メ
ー
ジ
」
の

と
ら
え
に
く
さ
を
指
摘
し
た
（「
掘
辰
雄
と
立
原
道
造」
ー「
解
釈
と
鑑
償」

昭

36
.
3
)
の
も、
こ
の
た
め
で
は
な
い
だ
ろ
う
か。
た
だ、
こ
の
場
合
は、

も

う
一
っ
、
「
九
鬼
」

と
「
九
鬼
の
死」
さ
ら
に
「
死」
と
い
う
三
つ
の
言
葉
の
使

い
分
け
が
厳
密
に
な
さ
れ
て
い
な
い
た
め
と
も
考
え
ら
れ
る。

例
え
ば、

旅
の

場
面
で
は、
「
死
の
印
ー
そ
れ
は
彼
に
は
同
時
に
九
鬼
の
影
で
あ
っ
た
」
と、

九
鬼
と
「
死」
が
同
義
に
な
っ
て
い
る。

厳
密
に
苫
え
ば、
こ
の
九
鬼
は、

ま

さ
に
生
き
て
い
る
時
の
九
鬼
を
指
す
も
の
て
あ
る。
ま
た、
「
裏
が
へ
し
」
に

つ
い
て
も、

細
木
夫
人
は
始
め「
ま
る
で
九
蒐
を
公
が
へ
し
に
云
々
」
と
言
い、

最
後
で
は、
「
九
鬼
の
死
が
緯
の
や
う
に」
と、

九
鬼
と
「
九
鬼
の
死」
が
同

じ
よ
う
に
用
い
ら
訊、

さ
ら
に
「
死
に
見
入
る
」
と
「
死」
と
も
類
似
さ
れ
て

い
る。
「
九
鬼」
と
い
う
百
葉
に、
「
九
鬼
の
死」
「
死」
と
い
う
二，
つ
の
言
葉

が
付
加
さ
れ、

意
味
の
重
執
が
行
わ
れ
て
い
る
と
言
っ
て
も
良
い
だ
ろ
う。
そ

れ
は、
一
見
欠
点
と
も
と
れ
る
か、

逆
に
そ
こ
か
ら
不
思
議
な
九
鬼
の
イ
メ
ー
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ジ
が
生
ま
れ 、

作
品
の
独
特
な
雰
囲
気
を
生
み
出
し
て
い
る
と
も
言
え
る
だ
ろ

う
つ
。し

か
し
な
が
ら 、

こ
の
生
き
て
い
る
時
の
九
鬼
が
描
か
れ
て
い
な
い
と
こ
ろ

に
こ
そ

、

こ
の
作
品
を
書
い
た
作
者
の
意
図
が
反
映
し
て
い
る
の
で
は
な
い
だ

ろ
う
か

。

掘
辰
雄
は

、

十
分
意
識
し
て

、

こ
の
作
品
を
「
九
鬼
の
死
」

か
ら
始
め
た
だ

ろ
う
。

九
鬼
の
「
思
い
出
」
（
回
想
）

等 、

生
き
て
い
る
時
の
描
写
は
あ
る
が

そ
の
中
心
は
死
後
に
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

「
芥
川
龍
之
介
論
」（
昭
3
)
等 、

芥

川
の
生
き
方
に
つ
い
て
も
考
察
し
て
い

る
が

、
「
聖
家
族
」

は
そ
れ
を
ふ
ま
え

が
ら 、
一

歩
先
に
出
よ
う
と
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か

。

或
は

、

芥
川
の
死
を

ど
う
受
け
止
め
る
べ

き
か
を
問
う
て
い
る
の
で
あ
る
。

つ
ま
り 、
「
九
鬼
の
死
」

後 、
一
扁
理
た
ち
は
ど
う
生
き
た
か

、

と
い

う
こ
と
と
同
時
に
、

「
九
鬼
の
死
」

が
ど
う
な
っ
た
か
が
間
屈
だ
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か

。

小
久
保
実
氏
は

、

「
九
鬼
の
死
の
意
味
が
と
ら
え
ど
こ
ろ
の
な
い
観
念
で
し
か
な
い
」
（
『
新
版
堀

辰
雄
論
』
）

と
指
摘
す
る
が

、

堀
は

、
「
九
鬼
の
死
」

そ
の
も
の
を 、

謂
ば

、

観

念
と
し
て
で
も
描
き
た
か
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か

。

ま
た

、

観
念
で
あ
っ

て
も 、
「
ル
ウ
ベ
ン
ス
の
偽
面
」

の
心
象
の
よ
う
に
現
実
以
上
の
存
在
た
り

得

る
の
で
あ
る
。

そ
こ
で

、
「
気
弱
さ
」

に
か
わ
っ
て

、
「
九
鬼
の
死
」

を
示
す
「
乱
雑
」

と
い

う
言
葉
の
分
析
に
取
り
掛
か
ろ
う
。

特
に
、

扁
理
の
旅
の
場
面
に
注
意
し
た
い

と
思
う
。

さ
う
し
て
や
う
や
く

彼
は
理
解
し
出
し
た
。

死
ん
だ
九
鬼
が
自
分
の
裏
側

に
絶
え
ず
生
き
て
ゐ
て

、

い
ま
だ
に
自
分
を
力
強
く

支
配
し
て
ゐ
た
こ
と
を

四

そ
し
て
そ
れ
に
気
づ
か
な
か
っ
た
こ
と
が
自
分
の
生
の
乱
雑
さ
の
原
因
で
あ

っ
た
こ
と
を
。

「
乱
雑
さ
」

は
、

扁
理
の
裏
側
に
死
ん
だ
九
鬼
が
生
き
て
い
た
か

ら
で

あ
っ

た
。

二
重
の
意
識
が
彼
の
行
動
に
働
き
「
乱
雑
」

に
さ
せ
て
い
た
の
で
あ
る
。

し
か
し
、

こ
こ
で
は

、

そ
の
九
鬼
の
支
配
を
否
定 、

拒
絶
し
て
い
る
の
で
は
な

い
。

問
題
は

、

気
づ
く
か
ど
う
か
に
あ
っ
た
の
だ
。

或
は

、

九
鬼
が
「
絶
え
ず

生
き
て
」

い
た
の
を 、

扁
理
が
忘
れ
た
た
め
に
「
乱
雑
」
は
生
じ
た
の
で
あ
る
。

そ
し
て

、
「
た
だ
―

つ
の
死
を
自
分
の
裏
側
に
い
き
い

き
と
、

非
常
に
近
く

し
か
も
非
常
に
遠
く
感
じ
な
が
ら
」

見
知
ら
な
い
町
を
歩
く
こ

と
が

、
「
何
と

も
言
へ

ず
快
い
休
息
の
や
う
に
息
は
れ
出
し
た
。

」

の
て
あ
る
。

扁
理
は

、
「
た

だ
―

つ
の
死
」

即
ち
「
九
鬼
の
死
」

を
「
い
き
い
き
」

と
慇
じ
る
こ
と
が
休
息

に
な
る
の
で
あ
る
。

こ
の
「
九
鬼
の
死
」

に
対
す
る
扁
理
の
と
ら
え
方
は
「
九

鬼
の
死
」

を
客
体
化
し
、

そ
の
存
在
を
自
立
し
た
も
の
と
し
て

、

あ
ら
た
め
て

認
識
し
て
行
く
こ
と
で
は
な
い
だ
ろ
う
か

。

ま
た

、

例
え
ば

、

九
鬼
の
「
名
刺
」

で
は
な
く
自
分
の
「
名
刺
」

を
得
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
。

さ
う
し
て
自
分
の
足
も
と
に
散
ら
ば
つ
て
ゐ
る
貝
殻
や
海
草
や
死
ん
だ
魚

な
ど
が

、
彼
に
、

彼
自
身
の
生
の
乱
雑
さ
を
思
い
出
さ
せ
て
ゐ
た
。

I
そ
の
涼

流
物
の
な
か
に
は

、
一

び
き
の
小
さ
な
犬
の
死
骸
が
混
つ
て
ゐ
た
。

（
中
略
）

扁
理
は
ぢ
つ
と
見
入
り
な
が
ら 、

次
第
に
い
き
い
き
と
自
分
の
心
懺
が
鼓
動

す
る
の
を
感
じ
出
し
て
ゐ
た
：··
:

扁
理
は
「
乱
雑
」

や
「
死
」

を 、
一

個
の
客
体
と
し
て
見
る
。

そ
し
て
彼
の

心
臓
は
「
い
き
い
き
と
」

鼓
動
す
る
。

こ
こ
で

、

あ
え
て
―

つ
の
愚
問
を
呈
し

た
い
。

一

休 、

何
時
扁
理
の
心
臓
は
鼓
動
を
止
め
た
の

だ
ろ

う
か

。

少
く
と

も 、

15

歳
の
扁
理
は

、

「
ま
だ
快
活
で

、

無
邪
気
な
少
年
だ
っ
た

。
」
（
彼
が
無

邪
気
な
の
は

、

恋
愛
を 、

さ
ら
に
は
死
を
知
ら
な
い
か
ら
だ
）

。

と
こ

ろ
が
20
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オ
の
彼
は
「
す
こ
し
悲
し
さ
う
に」
し
て
い
る 。
つ
ま
り 、
一
扁
理
の
心
臓
が
止

ま
っ
た
の
は 、
九
鬼
が
死
ん
だ
時
で
は
な
い
だ
ろ
う
か。
当
然 、
九
鬼
の
死

後 、
特
に
恋
愛
等
が 、
彼
の
心
臓
を
い
き
い
き
と
妓
動
さ
せ
な
か
っ
た
こ
と
も

若
え
ら
れ
る
が 、
直
接
に
は
九
鬼
の
死
ん
だ
時
と
す
る
の
も 、
あ
な
が
ち
否
定

で
き
な
い
の
で
は
な
い
か
と
思
う。
九
鬼
が
死
ん
だ
時 、
扁
理
が
九
鬼
を
喪
失

し
た
時 、
彼
の
心
臓
は
止
ま
り 、
今 、
も
う一
度
そ
の
存
在
を
確
認
し
た
時 、

彼
の
心
臓
は
勁
き
出
し
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か。

池
内
氏
は 、
最
初
に
引
用
し
た
論
文
の
中
で 、
こ
の
旅
の
部
分
を
「
自
己
を

成
立
さ
せ
て
い
る
も
の
か
ら
の
逃
避
で
は
な
く 、
む
し
ろ
進
ん
で
受
容
し
て
ゆ

こ
う
と
い
う
姿
勢
に
他
な
ら
な
い 。」
と
し 、
「
死
を
媒
介
に
し
た
新
し
い
生
の

獲
得」
と
い
う
テ
ー

マ
を
見
い
出
す 。
前
に
も
述
べ
た
よ
う
に 、
こ
こ
で
は
九

鬼
の
支
配
を
拒
絶
し
て
い
る
の
で
は
な
い
。

む
し
ろ
池
内
氏
が
「
受
容」
と
言

う
よ
う
に 、

肯
定
し
て
い
る
と
さ
え一
言
え
る
だ
ろ
う。
し
か
し 、

単
に
「
受

容」
と
言
う
よ
り
も 、
一
端 、
そ
の
「
九
鬼
の
死」
を
自
分
か
ら
切
り
離
し
て

客
体
と
し
て
見 、
そ
の
存
在
を
客
観
的
な
も
の
に
し
て
行
こ
う
と
す
る
の
で
あ

る。以
上 、
旅
の
分
析
を
行
な
っ
て
み
た
が 、
あ
ま
り
自
信
は
な
い
。

む
し
ろ
こ

の
旅
は 、
扁
理
の
〈
自
己
確
認
の
旅〉
（
池
内
氏）

と
し
て 、

或
は 、

菊
地
弘

氏
の
よ
う
に
「
完
全
に
主
体
性
や
自
我
喪
失
の
境
涯
か
ら
の
脱
出
を
表
徴
す

る」
（「
芥
川
か
ら
堀
辰
雄
へ
」
ー「

国
文
学
研
究」
昭
34
.
9)
も
の
と
し
て 、

と
ら
え
る
べ
き
か
も
し
れ
な
い
。

し
か
し 、
こ
こ
で
起
っ
た
の
は 、
単
に
扁
理

の
内
部
の
変
化
の
み
で
は
な
い。

九
鬼 、
「
九
鬼
の
死」
の
再
認
識
こ
そ
が
行

な
わ
れ
て
い
た
の
で
あ
る。
そ
し
て 、
何
よ
り
も 、
も
し
こ
れ
が〈
自
己
確
認〉

と
い
う
こ
と
を
の
み
示
し
て
い
る
の
な
ら 、
何
故 、
最
後
に
至
っ
て 、
九
鬼
の

示
し
た
イ
メ
ー

ジ
が
実
現
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
か。
そ
れ
は 、
ま
さ
に

九
鬼
の
影
響
力
を 、

支
配
を 、
も
う一
度
現
わ
し
て
い
る
こ
と
に
他
な
ら
な
い

の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か。
「
九
鬼
の
死」
に
よ
り 、
「
聖
母」
や
「
幼
児」
の
よ

う
な
世
界
が
生
ま
れ
得
る
こ
と
を 、
ま
た
生
み
出
そ
う
と
す
る
こ
と
を
示
し
た

か
っ
た
の
で
あ
り 、
九
鬼
の
死
が
決
っ
し
て
九
鬼
を
喪
失
し
た
こ
と
で
は
な

く 、
死
ん
で
も
な
お 、
そ
の
存
在
が
「
生
き
つ
づ
け
て
い
る」
こ
と
を
示
し
た

か
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か。
先
に 、

扁
理
の
心
臓
に
こ
だ
わ
っ
た
の
も
こ

の
た
め
で
あ
る。
九
鬼
が
死
ん
だ
こ
と 、
そ
れ
が 、
扁
理
を
死
に
近
づ
け
た
の

で
あ
り 、
今
ま
た 、
九
鬼
を
見
い
出
す
こ
と
に
よ
っ
て 、
彼
は
生
に
導
か
れ
た

の
で
あ
る。
極
言
す
れ
ば 、
そ
れ
は
九
鬼
を
復
活
さ
せ
る
こ
と
だ
と
言
っ
て
も

良
い
だ
ろ
う。

作
者
の
テ
ー

マ
も
こ
こ
に
あ
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か。
芥
川
が
死
ん
だ

こ
と
を 、
芥
川
の
喪
失
と
し
て
で
は
な
く 、
そ
の
存
在
を
も
う一
度
意
味
あ
る

も
の
と
し
て
再
認
識
し
よ
う
と
す
る
の
で
は
な
い
か。
「
芥
川
の
死」
と
し
て 、

客
体
化
し 、
と
ら
え
な
お
そ
う
と
す
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か。
さ
ら
に
そ
れ

が 、

堀
に
と
ど
ま
ら
ず 、
他
の
人
々
に
も
及
ぶ
よ
う
に
と
考
え
て
い
た
の
で
は

な
い
だ
ろ
う
か。

「
死
が
あ
た
か
も―
つ
の
季
節
を
開
い
た
か
の
や
う
だ
っ
た 。」

「
聖
家
族」
は 、
「
九
鬼
の
死」
か
ら
始
ま
っ
た。
そ
の
死
に
よ
っ
て 、
＿
扁
理

は
細
木
夫
人 、
絹
子
と
出
会
い 、

新
し
い
季
節
が
始
ま
っ
た。
と
こ
ろ
が 、
そ

の
「
九
鬼
の
死」
は 、
他
の
作
中
人
物
た
ち
に
「
苦
痛」
と
し
て 、
謂
ば
否
定

的
に
と
ら
え
ら
れ
て
し
ま
う。
九
鬼
の
存
在
は 、
作
品
の
中
か
ら
次
第
に
後
退

し
て
行
く。

作
中
人
物
た
ち
は 、
九
鬼
を 、
「
九
鬼
の
死」
を
忘
れ
て
行
こ
う

と
す
る
か
の
よ
う
だ。
扁
理
は 、
九
鬼
に
支
配
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
気
づ
か
ず

五
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「
九
鬼
の
死」
に
よ
っ
て
出
会
っ
た
細
木
家
か
ら
遠
ざ
か
っ
て
行
く 。

細
木
夫
人

は 、
「
九
鬼
の
死」
か
ら
大
き
な
「
苦
痛」
を
感
じ
て
い
た
が 、
や
が
て 、
「
月

日
が
九
鬼
の
死
を
遠
ざ
け
れ
ば
遠
ざ
け
る
ほ
ど 、

彼
女
に
欲
し
い
の
は
平
静
さ

だ
け
で
あ
っ
た 。」
と 、
「
九
鬼
の
死」
を
忘
れ
よ
う
と
す
る。
ま
た 、
そ
れ
を

思
い
出
さ
せ
る
扁
理
が 、
「
遠
ざ
か
つ
て
行
く
の
を
見
て
も 、
そ
れ
を
そ
の
ま

ま
に
し
て
罹
い
た 。」
の
で
あ
る。
細
木
夫
人
は 、

最
初 、

扁
理
と
絹
子
と
を

「
母
ら
し
い
注
意
を
し
な
が
ら 、
そ
の
二
人
を
も
つ
と
近
づ
け
や
う
と
し
た」。

し
か
し 、

今
は
「
九
鬼
の
死」
に
よ
り
そ
の
母
と
し
て
の
役
割
を
忘
れ
て
い

る。
絹
子
は 、

扁
理
に
「
裏
が
へ
し
に
し
た
九
鬼」
を
見
て
い
る。
そ
れ
が 、

彼
女
に
「
苦
痛」
を
与
え
て
い
た
と
言
っ
て
も 、

或
る
意
味
で
は
正
し
い
の
で

は
な
い
か。
そ
う
い
う
中
で 、

九
鬼
は
扁
理
の
夢
の
中
で
そ
の
存
在
を
再
認
識

さ
せ
る
よ
う
な
―
つ
の
喧
ホ
を
提
出
す
る。
或
は 、
そ
れ
は
九
鬼
の
願
い
で
あ

っ
た
か
も
し
れ
な
い
。

行
き
つ
く
と
こ
ろ
ま
で
行
っ
た
よ
う
に 、
バ
ラ
バ
ラ
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
作

中
人
物
た
ち
は 、
扁
理
の
旅 、
扁
理
の
死
の
予
感
（「
河
野
さ
ん
は
死
ぬ
ん
じ
ゃ

な
く
つ
て
？」）
I

そ
れ
は
謂
ば
九
鬼
と
同
じ
道
ー

を
元
に
も
う
一
度
そ
の
結
び

付
き
を
取
り
戻
す。

扁
理
は 、

そ
の
旅
に
於
て 、
「
死
ん
だ
九
鬼
が 、

自
分
の

裏
側
に
絶
え
ず
生
き
て
」
い
る
こ
と
に
気
づ
き 、
そ
の
「
乱
雑
さ」
を
乗
り
越

え
て
生
に
向
う。
そ
れ
は
同
時
に 、

彼
の
恋
愛
の
成
功
を
も
示
す
も
の
で
あ
っ

た。
そ
し
て 、
こ
の
二
人
の
新
し
い
恋
愛
が 、

細
木
夫
人
に
「
母
と
し
て
の
義

務」
を
取
り
戻
さ
せ
る。
そ
れ
は 、

「
聖
母」
と
し
て
の
義
務
を
取
り
戻
し
た

こ
と
で
も
あ
る
の
だ。
ま
た 、
そ
れ
が
九
鬼
の
願
い
で
も
あ
っ
た
の
で
あ
る。

よ
う
や
く 、

我
々
は 、

最
後
の
場
面
に
到
着
し
た。
こ
の
最
後
の
場
面
は 、

「
九
鬼
の
死」
と
作
中
人
物
た
ち
の
到
達
点
で
あ
っ
た。
こ
こ
が
前
の
文
章
に

比
べ
て 、
い
さ
さ
か
肝
突
な
感
じ
が
す
る
の
は 、

言
う
ま
で
も
な
く 、
こ
れ
が

何
よ
り
も
九
鬼
の
夢
に
於
け
る
暗
示
・
イ
メ
ー

ジ
の
実
現
に
他
な
ら
な
い
か
ら

で
あ
る。
「
聖
母」
と
「
幼
児」
は 、

扁
理
と
絹
子
と
の
恋
愛
の
行
方
を
暗
示

す
る。
ま
た 、
「
九
鬼
の
死」
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
た
「
苦
痛」
か
ら
も
解
放

さ
れ
て
行
く
の
で
あ
る。
そ
し
て 、
そ
れ
は
九
鬼
の
理
想 、

願
い
で
あ
っ
た
か

も
し
れ
な
い
。

す
べ
て
の
モ
チ
ー

フ
は 、

最
後
の
場
面
に
収
束
し
て
行
く
の
で

あ
る。
そ
れ
は
九
鬼
の
死
が 、

九
鬼
の
喪
失
で
は
な
く 、
「
九
鬼
の
死」
と
し
て 、

作
中
人
物
た
ち
を
導
い
て
い
た
こ
と
を
示
し
て
い
る。
換
言
す
れ
ば 、

九
鬼
の

理
想
を
作
中
人
物
た
ち
が
実
現
し
て
行
っ
た
と
も
言
い
得
る
の
で
は
な
い
だ
ろ

う
か。言

う
ま
で
も
な
く 、
こ
の
九
鬼 、
「
九
鬼
の
死」
の
と
ら
え
方
に
こ
そ 、

堀

の
芥
川
に
対
す
る
―
つ
の
姿
勢
を
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う。
大
森
郁

之
介
氏
（
既
出）
は 、

芥
川
と「
聖
家
族」
と
を
結
び
つ
け
る
こ
と
に
対
し
て 、

「
昭
和
五
年
初
秋
と
い
う
時
点
で 、
二
年
夏
の
芥
川
の
自
殺
は
今
な
お
〈
衝
撃〉

で
あ
り
得
た
ろ
う
か 。」
と
い
う
疑
問
を 、

提
出
す
る。

確
か
に 、

芥
川
の
自

殺
と
執
筆
と
の
間
に
は 、
三
年
間
あ
り 、

今
な
お
〈
衝
撃〉
た
り
得
る
か
疑
問

で
あ
る
が 、

む
し
ろ 、
こ
の
三
年
間
は 、

堀
が
芥
川
の
死
を
客
体
化
し
て
い
く

の
に
必
要
な
時
間
で
あ
っ
た
と
思
う。
こ
の
作
品
で
問
わ
れ
て
い
る
の
は 、
そ

の
死
後
に
あ
る。
昭
和
五
年
に
芥
川
を
描
く
こ
と
は 、
や
は
り
そ
れ
な
り
の
意

味
が
あ
っ
た
と
思
う。

「
聖
家
族」
の
テ
ー

マ
は 、

九
鬼
の
暗
示
に
基
づ
い
て 、

新
し
い
世
界
を
実

現
す
る
こ
と
に
あ
っ
た。
そ
れ
は
ま
た 、

九
鬼
を
復
活
さ
せ
る
こ
と
と
言
っ
て

も
過
言
で
は
あ
る
ま
い
。

堀
は 、

堀
に
限
ら
ず 、

芥
川
の
周
辺
の
人
々
が 、
こ

の
よ
う
な
復
活
を
さ
せ
る
こ
と
を
願
っ
て
い
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か。

（
筑
波
大
学
大
学
院
博
士
課
程
日
本
文
学）
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